
日
本
人
が
、
「
世
界
」
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
し
、

世
界
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
日
本

思
想
史
の
構
想
を
立
て
る
上
で
、
基
本
的
な
問
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

一
般
に
日
本
思
想
史
の
史
料
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
の
中
に
、
世
界
に

つ
い
て
論
述
さ
れ
た
部
分
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
思
想
史
研
究
の

主
題
と
し
て
「
世
界
」
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
稀
に
し
か
な
い

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
日
本
思
想
史
に
お
け
る
世
界
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
だ
充
分
な
研
究
史
を
も
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
従
っ
て
、

こ
こ
で
は
対
象
を
中
世
に
限
っ
て
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
あ
げ
、
今
後
の
研
究

へ
の
手
が
か
り
を
見
出
す
こ
と
に
し
た
い
。

島
国
に
生
き
て
き
た
日
本
人
は
、
外
来
文
化
の
受
容
の
中
で
、
世
界
に
つ
い

て
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
各
時
代
の
対
外
関
係
の
推
移

と
と
も
に
複
雑
な
変
化
を
見
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
古
代
か
ら
中
世
を
通
じ
て

指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
中
国
文
化
の
圧
倒
的
な
影
響
下
で
、
国
家
を
統
一
し
、

制
度
を
整
え
よ
う
と
し
た
日
本
の
貴
族
た
ち
が
、
海
を
隔
て
た
外
国
に
対
し
て
、

強
い
関
心
を
抱
き
続
け
、
外
国
と
接
触
す
る
た
め
に
、
多
大
の
努
力
を
重
ね
な

が
ら
、
海
外
の
世
界
に
対
し
て
、
偏
っ
た
認
識
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い

－

中
世

う
点
で
あ
る
。

多
大
の
犠
牲
を
払
っ
て
、
派
遣
さ
れ
た
遣
唐
使
は
、
海
外
の
世
界
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
も
た
ら
し
、
貴
族
に
と
っ
て
、
海
外
の
最
新
で
高
度
な
知

識
情
報
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
が
、
権
威
の
主
要
な
拠
所
と
な
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
貴
族
た
ち
が
常
に
追
い
求
め
て
い
た
の
は
、
日
本
の
国
内
を
統
治
す
る

た
め
の
、
諸
制
度
に
関
す
る
知
識
と
、
そ
れ
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
で
あ

っ
た
か
ら
、
日
本
の
外
に
広
が
っ
て
い
る
世
界
が
、
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
、

日
本
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
、
地
理
的
な
世
界
の
あ
り
方
は
、

関
心
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
。

中
国
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
世
界
の
中
心
で
あ
り
、
周
辺
の
諸
民
族
は
、
東

夷
・
西
戎
・
南
蛮
・
北
狄
と
い
う
呼
称
の
も
と
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
一
般
的

に
い
え
ば
、
地
理
的
な
世
界
を
認
識
で
き
る
の
は
、
世
界
の
中
心
に
位
置
し
て

い
て
、
知
識
情
報
を
周
辺
の
地
域
に
発
信
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
自
認
し

て
い
る
民
族
で
あ
っ
て
、
周
辺
に
い
て
一
方
的
に
高
度
な
知
識
を
受
け
容
れ
る

方
の
民
族
は
、
自
国
が
当
面
し
て
い
る
歴
史
的
な
課
題
に
、
直
接
結
び
つ
く
知

識
に
関
心
を
抱
く
だ
け
で
、
地
理
的
な
世
界
を
理
解
し
、
把
握
し
よ
う
と
す
る

だ
け
の
余
裕
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。

従
っ
て
、
日
本
人
は
、
中
国
を
中
心
と
す
る
世
界
の
中
で
、
東
夷
の
一
員
に

自
己
を
封
じ
込
め
、
四
夷
に
つ
い
て
の
盛
ん
な
好
奇
心
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、

大

隅
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最
も
近
い
朝
鮮
の
国
々
に
対
し
て
も
、
地
理
的
、
民
族
誌
的
な
興
味
を
持
た
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
十
世
紀
の
は
じ
め
に
唐
が
滅
び
る
と
、
そ
れ
ま
で
に
唐
の

政
治
的
な
諸
制
度
に
関
す
る
知
識
の
吸
収
を
終
え
、
定
型
化
し
た
中
国
像
を
作

り
あ
げ
て
い
た
日
本
の
貴
族
た
ち
は
、
外
国
に
対
す
る
関
心
を
急
速
に
失
い
、

海
を
隔
て
た
国
々
の
制
度
文
物
を
考
慮
に
入
れ
、
世
界
を
顧
慮
し
な
が
ら
、
も

の
ご
と
を
考
え
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
。

他
方
、
先
進
的
な
文
化
受
容
の
流
れ
の
中
で
、
中
国
の
制
度
文
物
と
並
行
し

て
、
早
く
か
ら
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
仏
教
は
、
源
流
を
遡
れ
ば
イ
ン
ド
に

始
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
中
国
の
さ
ら
に
先
に
西
戎
で
は
な
い
、
も
う
一

つ
の
世
界
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
僧
侶
の
間
で
は
、
天
竺
・
震
旦
・
本

朝
と
い
う
三
国
で
、
世
界
を
考
え
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
と

天
竺
と
の
往
来
は
、
希
有
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
仏
典
を
通
じ
て
得
ら
れ
る

天
竺
の
知
識
は
、
中
国
に
関
す
る
知
識
に
比
し
て
、
具
体
性
を
欠
く
こ
と
に
な

り
、
「
三
国
」
と
い
う
世
界
は
極
め
て
観
念
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
唐
天
竺
と
い
う
こ
と
ば
は
、
し
ば
し
ば
使
わ
れ
は
し
た

も
の
の
、
い
わ
ば
架
空
の
世
界
の
同
義
語
に
近
か
っ
た
。

古
代
日
本
に
お
け
る
知
的
活
動
に
は
、
貴
族
社
会
を
支
え
る
中
国
伝
来
の
学

問
と
、
寺
院
を
拠
点
と
す
る
仏
法
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
の
、
二
つ
の
系
譜
が

並
存
し
て
い
た
わ
け
で
、
世
界
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
、
中
華
と
四
夷
と
い
う

図
式
と
、
天
竺
か
ら
震
旦
を
経
て
粟
散
辺
土
の
本
朝
に
至
る
と
い
う
三
国
の
図

式
と
が
、
相
互
の
違
い
を
つ
き
つ
め
る
こ
と
な
し
に
交
錯
し
、
並
存
す
る
状
態

に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
古
代
中
世
を
通
じ
て
日
本
人
は
、
専
門
的
に
知
的
活
動

に
携
わ
る
人
々
で
あ
っ
て
も
、
二
つ
の
図
式
を
詳
細
に
比
較
検
討
し
、
世
界
に

つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
思
想
に
収
畝
さ
せ
て
行
く
だ
け
の
、
具
体
的
な
知
識
を

平
安
時
代
の
末
に
摂
関
家
に
生
ま
れ
、
出
家
し
て
大
僧
正
天
台
座
主
と
な
っ

た
慈
円
は
、
武
家
台
頭
の
戦
乱
の
時
代
の
中
で
、
貴
族
社
会
の
あ
る
べ
き
形
を

考
え
、
国
初
に
遡
っ
て
日
本
国
の
歴
史
を
通
観
し
、
『
愚
管
抄
』
と
い
う
特
異

な
史
書
を
書
い
た
。
慈
円
は
、
天
台
座
主
に
も
な
っ
た
僧
で
あ
っ
た
か
ら
、
当

然
、
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
と
い
う
形
で
世
界
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、

『
愚
管
抄
」
の
中
で
、
自
分
が
書
き
綴
っ
て
い
る
こ
と
ば
と
文
章
が
、
当
時
の

歴
史
書
と
し
て
は
、
特
異
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
弁
明
を
記

し
て
い
る
。
巻
第
七
の
は
じ
め
と
、
巻
第
二
の
末
尾
の
文
章
が
そ
れ
で
、
学
問

に
は
仏
典
に
依
拠
す
る
も
の
と
、
漢
籍
を
基
本
と
す
る
も
の
と
の
二
つ
が
あ
り
、

学
問
に
精
進
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
漢
字
と
漢
語
に
通
じ
て
い
る
こ
と
が
必
須

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
仏
典
は
、
イ
ン
ド
の
こ
と
ば
を
漢
訳
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
漢
語
を
通
じ
て
仏
典
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
人
は
、
イ
ン

ド
の
こ
と
ば
を
漢
語
に
置
き
換
え
、
そ
の
漢
語
を
和
語
に
訳
し
て
、
内
容
を
理

解
す
る
と
い
う
二
重
の
手
続
き
を
必
要
と
す
る
だ
け
、
そ
の
理
解
は
難
し
い
の

だ
と
い
う
。

貴
族
社
会
の
一
員
と
し
て
も
活
動
し
た
慈
円
は
、
内
典
・
外
典
両
方
の
学
問

を
修
め
、
両
者
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
自
己
の
拠
所
と
自
負
し
て
い
た
が
、
日

本
国
の
歴
史
を
め
ぐ
っ
て
思
索
を
続
け
、
そ
れ
を
『
愚
管
抄
』
と
し
て
ま
と
め

持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
世
界
に
関
す
る
思
想
の
あ
り
方
を
、
も
う
少
し
内
容
に
入
っ
て

考
え
て
見
る
た
め
に
、
以
下
、
二
三
の
例
を
上
げ
て
、
そ
の
問
題
を
指
摘
し
て

み
た
い
。

1■■■■■
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よ
う
と
し
た
時
、
専
ら
中
華
と
四
夷
と
い
う
世
界
の
構
図
の
中
で
、
記
述
の
構

想
を
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
天
竺
・
震
旦
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
も
と
で
、

日
本
国
の
具
体
的
な
歴
史
を
叙
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
愚
管
抄
』
の
巻
第
一
は
、
冒
頭
に
「
漢
家
年
代
」
を
置
い
て
、
中
国
の
歴

代
王
朝
を
列
記
し
、
「
世
界
」
の
歴
史
の
中
心
を
示
し
た
後
、
日
本
の
「
皇
帝

年
代
記
」
に
入
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
慈
円
は
、
中
国
の
歴
史
か
ら

読
ゑ
取
る
こ
と
の
で
き
る
道
理
を
、
「
世
界
」
の
普
遍
的
な
道
理
と
考
え
て
い

た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
巻
第
七
の

ソ
ノ
中
二
代
々
ノ
ウ
ッ
リ
ュ
ク
道
理
ヲ
バ
、
．
、
ロ
’
一
ウ
カ
ブ
バ
カ
リ
ハ

申
ッ
。
ソ
レ
ヲ
又
ヲ
シ
フ
サ
ネ
テ
ソ
ノ
心
ノ
詮
ヲ
申
ア
ラ
ハ
サ
ン
ト
ヲ
モ
フ

｜
天
、
神
武
ヨ
リ
承
久
マ
デ
ノ
コ
ト
、
詮
ヲ
ト
リ
ッ
、
、
心
ニ
ウ
カ
ブ
ニ
シ

タ
ガ
イ
テ
カ
キ
ッ
ヶ
侍
ヌ
。
ヲ
、
キ
’
一
コ
レ
ヲ
ワ
カ
ッ
ニ
漢
家
二
三
ノ
道
ア

リ
。
皇
道
・
帝
道
・
王
道
也
。
コ
ノ
三
ノ
道
一
一
、
日
本
国
ノ
帝
王
ヲ
推
知
シ

テ
擬
ア
テ
、
申
サ
マ
ホ
シ
ヶ
レ
ド
、
ソ
レ
ハ
日
本
国
一
天
、
日
本
記
已
下
ノ

風
儀
ニ
モ
ヲ
ト
リ
、
ツ
ャ
ノ
、
ト
ナ
キ
事
ニ
テ
中
ｊ
、
ア
シ
カ
リ
ヌ
ベ
シ
。

（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
二
二
頁
）

と
い
う
よ
う
な
文
章
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
中
国
の
歴
史
に
は
、
政
道
の
あ
り

方
と
し
て
、
三
皇
・
五
帝
の
政
治
、
帝
者
の
政
道
、
夏
・
段
・
周
の
三
代
に
行

わ
れ
た
王
者
の
政
治
、
と
い
う
基
本
的
な
型
が
あ
る
が
、
日
本
国
の
歴
史
を
考

え
、
日
本
国
の
帝
王
の
政
治
を
、
三
つ
の
道
理
、
つ
ま
り
中
国
の
歴
史
に
顕
れ

る
基
本
的
な
型
に
あ
て
は
め
て
判
断
し
よ
う
と
し
て
も
、
日
本
に
は
対
比
に
堪

え
る
も
の
す
ら
、
見
出
せ
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

中
国
の
政
治
の
あ
り
方
と
そ
の
変
遷
の
中
に
、
普
遍
的
な
道
理
を
見
よ
う
と

し
た
慈
円
は
、
世
界
の
周
縁
部
に
あ
る
小
国
日
本
は
、
普
遍
的
な
道
理
に
支
え

ら
れ
る
国
で
は
な
く
、
特
殊
で
個
別
的
な
道
理
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
国
な
の
だ

と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
慈
円
は
、
中
国
の
歴
史
に
照
ら
し
て
国
王
の
あ
り

方
を
論
じ
た
部
分
で
、

ソ
レ
ニ
国
王
一
天
国
王
フ
ル
マ
イ
ョ
ク
セ
ン
人
ノ
ョ
カ
ル
。
ヘ
キ
ニ
、
日
本

国
ノ
ナ
ラ
ヒ
ハ
、
国
王
種
姓
ノ
人
ナ
ラ
ヌ
ス
ヂ
ヲ
国
王
一
天
ス
マ
ジ
ト
、
神

ノ
代
ヨ
リ
サ
ダ
メ
タ
ル
国
ナ
リ
。
（
三
二
九
頁
）

と
述
べ
、
有
徳
者
が
国
王
に
な
る
と
い
う
普
遍
的
な
道
理
に
反
し
て
、
日
本
で

は
国
王
の
血
筋
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
国
王
は
世
襲
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
よ
く
国

王
振
る
舞
い
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
国
王
が
続
く
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

日
本
国
の
安
泰
な
た
め
に
は
、
す
ぐ
れ
た
補
佐
の
臣
が
不
可
欠
で
あ
る
と
説
い

て
摂
関
家
藤
原
氏
の
立
場
を
正
統
化
し
、
さ
ら
に
菅
原
道
真
が
左
遷
さ
れ
た
事

件
を
論
じ
て
、

日
本
国
小
国
也
、
内
覧
ノ
臣
二
人
ナ
ラ
ビ
テ
ハ
一
定
ア
シ
カ
ル
ゞ
へ
シ
、
（
一

五
五
頁
）

と
記
し
、
世
界
の
周
縁
に
位
置
す
る
小
国
日
本
に
は
、
補
佐
の
臣
は
一
人
で
充

分
で
あ
る
か
ら
、
道
真
は
自
ら
を
失
脚
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
補
佐
の
臣
は

藤
原
氏
だ
け
か
ら
出
せ
ば
よ
い
と
い
う
道
理
を
明
ら
か
に
し
た
、
特
別
の
人
な

の
だ
と
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。

『
愚
管
抄
』
は
、
普
遍
的
な
道
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
中
国
と
の
対
比
の
中

で
、
個
別
的
で
特
殊
な
日
本
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、

平
安
時
代
の
貴
族
社
会
が
築
き
上
げ
た
、
天
皇
の
立
場
に
つ
い
て
の
了
解
と
、

藤
原
氏
の
立
場
の
正
統
化
に
、
緊
密
な
つ
な
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、

貴
族
社
会
が
作
り
あ
げ
た
、
普
遍
的
な
世
界
と
し
て
の
中
国
像
は
、
王
位
の
継

承
、
王
朝
の
交
替
を
め
ぐ
る
儒
教
の
抽
象
的
な
教
説
に
依
拠
し
た
も
の
で
、
少

一
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し
で
も
そ
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
見
れ
ば
、
具
体
的
な
歴
史
の
検
証
の
中
で
把

握
さ
れ
、
思
想
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ

ろ
う
。「

愚
管
抄
』
の
中
に
、
平
治
の
乱
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
、
敗
北
が
決
定
的

と
な
っ
た
信
西
に
向
か
っ
て
、
西
光
が
「
ダ
ダ
唐
へ
渡
ラ
セ
給
へ
」
と
勧
め
る

場
面
が
あ
る
が
、
実
際
の
歴
史
の
中
に
、
日
本
国
内
の
戦
争
の
敗
者
が
、
唐
や

高
麗
に
落
ち
の
び
た
例
を
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
政
治
に
関
す
る
野
心

を
失
っ
た
源
実
朝
が
宋
に
渡
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
ゑ
て
も
、
僧

や
海
商
の
場
合
な
ら
ば
と
も
か
く
、
信
西
や
実
朝
の
よ
う
な
人
物
が
、
中
国
に

渡
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
歴
史
の
こ
と
と
い
う
よ
り
も
、
観
念
の
世
界
に

属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
海
の
向
こ
う
に
あ
る
異
国
は
、
漠
然
と
し
た
非
現
実
的

な
所
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

広
く
読
ま
れ
た
中
世
の
古
典
で
、
煩
わ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
頻
繁
に
中

国
の
歴
史
に
言
及
し
、
次
々
に
中
国
の
故
事
を
引
用
す
る
の
は
、
『
太
平
記
』

を
筆
頭
と
す
る
が
、
そ
こ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
「
史
記
』
が
伝
え

る
、
越
王
勾
践
と
呉
王
夫
差
の
葛
藤
、
漢
高
祖
劉
邦
と
楚
王
項
羽
の
戦
い
の
名

場
面
や
、
『
長
恨
歌
』
の
物
語
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

政
治
的
な
る
も
の
の
顕
現
の
基
本
型
や
、
政
道
の
規
範
を
示
す
た
め
に
、
中
国

の
歴
史
や
故
事
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本
と
中
国
の
歴
史
の
具
体
的

な
関
わ
り
の
中
で
、
中
国
が
意
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
太
平
記
』
に
は
、
四
百
人
に
近
い
中
国
人
名
が
出
て
く
る
が
、
蒙
古
襲
来

に
つ
い
て
の
簡
単
な
記
述
に
関
わ
る
数
人
を
除
く
と
、
そ
の
他
は
す
べ
て
唐
の

中
期
以
前
、
日
本
史
で
言
え
ば
、
奈
良
時
代
ま
で
の
人
名
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

『
太
平
記
』
に
見
え
る
中
国
の
話
は
、
律
令
国
家
を
築
き
上
げ
る
過
程
で
取
り

以
上
、
貴
族
社
会
で
考
え
ら
れ
て
い
た
「
世
界
」
が
、
具
体
性
に
欠
け
、
莊

漠
と
し
た
像
し
か
結
び
得
な
か
っ
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
平
安
時

代
の
末
に
、
貴
族
社
会
が
停
滞
を
隠
し
き
れ
な
く
な
る
と
、
貴
族
社
会
の
将
来

に
つ
い
て
、
危
機
意
識
を
抱
く
貴
族
の
間
で
、
平
安
時
代
初
期
ま
で
の
知
識
で

固
定
し
て
い
た
中
国
像
の
改
編
が
は
じ
ま
り
、
宋
代
文
化
へ
の
関
心
が
高
ま
る

入
れ
ら
れ
た
知
識
を
出
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
四
百
人
に
近
い
中
国
人
名
を
上

げ
な
が
ら
、
神
功
皇
后
の
話
以
外
に
、
百
済
・
新
羅
の
歴
史
に
は
触
れ
る
所
が

な
く
、
蒙
古
襲
来
の
記
述
以
外
に
、
高
麗
の
人
名
も
現
れ
な
い
こ
と
は
、
天
竺

・
震
旦
・
本
朝
の
三
国
で
世
界
を
考
え
る
時
に
、
朝
鮮
の
国
々
が
全
く
顧
慮
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
『
太
平
記
』
の
作
者
が
考
え
て
い

た
世
界
が
、
極
め
て
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
よ
く
表
し
て
い
る
。

『
太
平
記
』
は
、
『
平
家
物
語
』
と
並
ぶ
軍
記
物
の
雄
篇
で
あ
る
が
、
俗
世

間
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
言
及
し
た
書
と
し
て
、
百
科
事
典
的
な
性
格
も
持
っ
て

い
た
。
『
太
平
記
』
の
、
中
国
に
関
す
る
記
述
と
そ
の
範
囲
は
、
『
塵
袋
』
や
『
壗

嚢
抄
」
、
中
世
の
往
来
物
の
中
国
に
関
す
る
説
明
と
重
な
り
あ
っ
て
お
り
、
中

世
の
文
筆
知
識
の
中
で
も
、
中
国
に
か
か
わ
る
も
の
と
い
え
ば
、
『
史
記
』
や

『
漢
書
』
の
名
場
面
、
『
貞
観
政
要
」
や
『
群
書
治
要
』
が
伝
え
る
政
道
の
逸

話
、
日
本
人
好
み
の
唐
詩
や
『
長
恨
歌
』
と
い
う
よ
う
な
、
史
書
・
詩
文
の
一

部
に
偏
っ
て
お
り
、
中
国
の
総
体
を
地
誌
的
に
理
解
し
、
社
会
の
特
質
を
考
え

る
よ
う
な
方
向
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
、
世
界
に
つ
い

て
の
古
代
以
来
の
考
え
方
が
、
基
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
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よ
う
に
な
っ
た
。

宋
と
の
交
流
は
、
平
安
時
代
の
後
期
か
ら
盛
ん
に
な
り
、
日
宋
貿
易
を
担
っ

て
い
た
海
商
、
仏
教
の
遺
跡
や
霊
地
の
巡
拝
に
出
か
け
る
僧
も
多
く
な
る
に
つ

れ
て
、
新
し
い
儒
学
、
宋
代
の
仏
教
、
唐
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
美
術
工
芸
な

ど
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宋
代
の
文
化
は
、
鎌
倉
時
代
の
文
化
の

新
し
い
動
き
を
促
進
し
た
が
、
唐
代
の
文
化
を
受
容
し
て
、
平
安
時
代
の
初
期

ま
で
に
、
築
き
上
げ
ら
れ
た
中
国
と
、
世
界
に
関
す
る
諸
観
念
は
、
す
で
に
日

本
の
古
典
文
化
と
し
て
、
大
き
な
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
平
安

時
代
末
か
ら
、
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
新
し
く
受
け
容
れ
ら
れ
た
宋
代
の
文
化
が
、

そ
れ
を
改
編
し
て
行
く
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

宋
代
の
仏
教
は
、
禅
が
主
流
で
あ
っ
た
か
ら
、
日
宋
交
流
の
知
的
分
野
の
担

い
手
と
し
て
活
動
し
た
の
は
禅
僧
で
あ
っ
た
。
貴
族
社
会
も
、
新
し
く
成
立
し

た
武
家
社
会
も
、
宋
代
文
化
を
総
合
的
に
将
来
し
、
紹
介
す
る
こ
と
を
禅
僧
に

期
待
し
、
そ
れ
に
応
え
る
禅
僧
も
少
な
く
な
っ
た
が
、
禅
と
い
う
も
の
が
持
っ

て
い
る
、
特
異
な
宗
教
的
な
性
格
の
た
め
に
、
禅
僧
が
、
専
ら
宋
代
文
化
の
紹

介
者
と
な
っ
て
、
中
世
の
日
本
人
が
持
っ
て
い
た
、
前
代
以
来
の
世
界
に
つ
い

て
の
考
え
方
を
、
一
新
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

禅
の
流
入
と
、
新
仏
教
の
活
動
が
広
ま
る
中
で
、
仏
教
の
自
覚
を
推
し
進
め
、

反
省
を
深
め
た
の
は
、
南
都
の
学
僧
で
あ
っ
た
が
、
自
覚
と
反
省
の
中
心
と
し

て
立
て
ら
れ
た
の
が
、
日
本
の
仏
教
は
、
三
国
伝
来
の
仏
教
で
あ
り
、
三
国
伝

来
の
過
程
で
、
日
本
仏
教
の
八
宗
が
成
立
し
た
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
東

大
寺
の
凝
然
が
著
し
た
『
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』
と
「
八
宗
綱
要
』
は
、
そ
う

し
た
動
向
を
よ
く
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
仏
教
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う

問
題
は
、
鎌
倉
時
代
の
中
期
以
降
、
広
く
僧
の
間
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
日
本
の
仏
教
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
天
竺
・
震
旦
の
仏
教
と
の

比
較
を
試
み
よ
う
と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
禅
僧
で

あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
中
国
か
ら
渡
来
し
た
禅
僧
は
、
既
成
の
仏
教

と
大
き
く
異
な
る
仏
教
を
伝
え
た
し
、
中
国
の
僧
に
、
日
本
仏
教
の
特
色
を
説

明
す
る
必
要
に
追
ら
れ
た
日
本
の
僧
は
、
三
国
の
中
で
、
日
本
の
仏
教
を
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。

元
か
ら
日
本
に
来
た
一
寧
一
山
に
参
じ
て
、
日
本
仏
教
史
の
編
纂
を
思
い
立

っ
た
虎
関
師
錬
は
、
『
元
亨
釈
書
』
と
い
う
、
最
初
の
総
合
的
な
日
本
仏
教
史

を
著
し
た
が
、
中
国
の
梁
・
唐
・
宋
の
高
僧
伝
や
、
「
仏
祖
統
記
』
を
は
じ
め

と
す
る
仏
教
史
に
倣
っ
て
、
日
本
仏
教
の
史
料
を
渉
猟
す
る
中
に
、
師
錬
は
、

日
本
の
仏
教
が
、
外
国
の
仏
教
に
比
し
て
、
大
き
く
異
な
っ
た
あ
り
方
を
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

鎌
倉
時
代
は
じ
め
以
来
の
、
仏
教
の
自
覚
と
反
省
の
流
れ
の
中
で
考
え
れ
ば
、

天
竺
・
震
旦
の
仏
教
の
あ
り
方
を
、
普
遍
的
な
世
界
の
仏
教
に
よ
り
近
い
も
の

と
考
え
、
歪
曲
さ
れ
た
日
本
の
仏
教
の
矯
正
を
唱
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
師
錬

は
、
渉
猟
し
た
史
料
に
よ
っ
て
捉
え
た
、
日
本
の
仏
教
の
実
体
を
肯
定
的
に
と

ら
え
、
三
国
の
周
縁
部
に
あ
る
日
本
で
、
最
も
成
熟
し
た
仏
教
が
生
ま
れ
る
と

主
張
し
た
。
日
本
の
仏
教
を
、
大
乗
仏
教
の
完
成
し
た
姿
で
あ
る
と
考
え
た
師

錬
は
、
大
乗
仏
教
が
完
成
す
る
日
本
は
、
世
界
で
最
も
優
れ
た
国
で
あ
る
と
論

ず
る
が
、
鎌
倉
時
代
の
後
期
に
始
ま
る
、
粟
散
辺
土
こ
そ
、
世
界
で
最
も
優
れ

た
所
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
後
の
時
代
の
思
想
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え

た
。
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さ
て
、
前
節
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
中
世
に
お
け
る
世
界
と
い

う
課
題
の
も
と
に
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
ま
ず
地
理
的
な
世
界
が
想
定
さ
れ
、
ア
ジ
ア
、
も
う
少
し
こ
ま
か

に
い
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
世
界
を
、
中
世
の
日
本
人
が
ど
の
よ
う
に
知
り
、
考

え
て
い
た
か
と
い
う
、
現
代
か
ら
遡
っ
て
の
究
明
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
所
与
の
前
提
と
し
て
日
本
国
の
地
図
が
あ
り
、
世
界
の
地
図
や
地

球
儀
が
あ
る
と
い
う
現
代
の
発
想
で
、
世
界
と
い
う
も
の
を
想
定
し
た
上
で
、

中
世
の
日
本
人
が
そ
う
し
た
世
界
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
知
っ
て
い
た
の
か
、
ど

こ
ま
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
、
世
界
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
関
心

を
抱
い
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
検
討
す
る
こ
と
だ
け
で
は
、
問
題
の
半

面
は
見
え
て
こ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

中
世
に
つ
ぎ
つ
ぎ
に
書
か
れ
、
流
布
し
た
寺
社
縁
起
、
寺
社
縁
起
と
の
関
わ

り
の
中
で
形
成
さ
れ
、
続
々
と
新
し
い
展
開
を
見
せ
た
、
能
、
説
経
な
ど
の
中

で
は
、
神
仏
と
そ
の
権
化
、
申
し
子
、
神
仏
の
春
属
な
ど
が
、
天
竺
・
震
旦
・

本
朝
の
三
国
を
自
由
に
飛
び
廻
り
、
日
本
の
霊
山
・
霊
場
に
鎮
座
す
る
と
説
か

れ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。

例
え
ば
、
『
醍
醐
寺
縁
起
』
で
は
、
沙
娼
羅
竜
王
の
娘
は
、
大
唐
の
都
長
安

の
青
竜
寺
に
住
ん
で
仏
法
を
守
護
し
て
い
た
が
、
青
竜
寺
で
修
行
し
た
空
海
が

日
本
に
帰
る
時
、
空
海
の
乗
っ
た
船
を
守
護
し
て
日
本
に
着
き
、
笠
取
山
（
醍

醐
寺
が
創
建
さ
れ
た
山
）
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
青
竜
寺
を
護
る
神

で
あ
っ
た
沙
娼
羅
竜
王
の
娘
は
、
そ
の
名
を
青
竜
と
い
っ
た
が
、
海
を
渡
っ
て

日
本
に
来
た
の
で
、
水
に
因
ん
で
清
滝
と
号
す
る
こ
と
に
な
り
、
上
下
両
醍
醐

四

寺
を
守
護
す
る
清
滝
権
現
と
し
て
、
祭
ら
れ
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
が
、
清
滝

は
空
海
か
ら
律
妃
命
と
い
う
日
本
の
神
名
を
与
え
ら
れ
、
本
地
如
意
輪
観
音
の

化
身
で
も
あ
る
と
い
う
。

醍
醐
寺
に
関
し
て
も
う
一
つ
、
こ
れ
は
平
安
時
代
の
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
が
、

醍
醐
天
皇
の
皇
子
重
明
親
王
は
『
吏
部
王
記
』
と
い
う
日
記
を
の
こ
し
た
が
、

逸
文
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
承
平
二
年
（
九
三
二
）
二
月
十
四
日
の
記
事

に
よ
る
と
、
醍
醐
寺
開
山
聖
宝
の
弟
子
に
あ
た
る
貞
崇
と
い
う
僧
が
来
て
、
吉

野
の
古
老
の
間
で
語
ら
れ
て
い
る
話
を
、
親
王
に
聞
か
せ
た
と
い
う
。
そ
の
話

は
、
昔
中
国
に
金
峯
山
と
い
う
山
が
あ
り
、
そ
の
山
に
蔵
王
と
い
う
神
が
住
ん

で
い
た
が
、
そ
の
山
が
神
を
乗
せ
た
ま
ま
日
本
に
来
て
、
吉
野
の
金
峯
山
に
な

っ
た
。
蔵
王
は
金
剛
蔵
王
菩
薩
の
こ
と
で
、
大
変
な
験
力
を
持
つ
神
で
あ
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

鎌
倉
時
代
の
『
神
道
集
』
に
収
め
ら
れ
、
『
熊
野
の
本
地
』
と
し
て
広
く
知

ら
れ
て
い
る
御
伽
草
子
に
も
な
っ
た
熊
野
権
現
の
縁
起
で
は
、
天
竺
摩
訶
陀
国

の
善
財
王
に
は
、
千
人
の
后
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
人
で
あ
る
五
衰
殿
の
女
御

は
、
特
に
王
の
寵
愛
を
受
け
た
た
め
、
他
の
后
た
ち
に
に
疎
ま
れ
、
王
子
と
と

も
に
迫
害
に
苦
し
む
が
、
数
奇
の
運
命
を
た
ど
っ
た
後
に
、
事
情
を
知
っ
て
天

竺
を
厭
う
よ
う
に
な
っ
た
善
財
王
と
、
母
子
と
も
ど
も
飛
車
に
乗
っ
て
日
本
に

渡
り
、
紀
伊
の
国
に
着
い
て
熊
野
の
権
現
と
な
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
話
は
、
中
世
の
寺
社
縁
起
を
見
れ
ば
、
枚
挙
に
暇
が
な
く
、
謡
曲

・
説
経
・
御
伽
草
子
な
ど
の
題
材
と
し
て
、
中
世
の
人
々
に
広
く
知
ら
れ
て
い

た
。
天
竺
・
震
旦
に
住
ん
で
い
た
神
々
が
、
日
本
に
飛
来
し
て
、
日
本
の
霊
山

・
霊
地
に
鎮
座
し
、
日
本
の
神
と
し
て
顕
れ
る
と
い
う
本
地
垂
迩
の
説
は
、
中

世
の
人
々
の
間
で
深
く
信
じ
ら
れ
、
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
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神
々
と
同
じ
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
が
黒
駒
に
乗
っ
て
虚
空
を
飛
び
、
三
日
三

夜
で
日
本
国
中
を
巡
っ
た
と
い
う
話
は
、
種
々
の
太
子
伝
に
見
え
て
い
る
。
神

々
と
そ
の
春
属
が
、
山
を
越
え
海
を
渡
っ
て
、
遠
い
土
地
へ
と
飛
行
し
、
神
々

ば
か
り
で
な
く
、
山
や
大
き
な
岩
、
神
に
感
じ
た
樹
木
な
ど
も
、
移
動
し
た
と

い
う
伝
え
は
珍
し
く
な
い
し
、
神
々
や
神
に
感
じ
た
山
や
木
な
ど
は
、
一
夜
の

中
に
遠
い
所
へ
往
き
来
す
る
伝
え
も
多
い
。

現
代
に
住
む
人
間
か
ら
す
れ
ば
、
荒
唐
無
稽
の
説
話
伝
説
に
過
ぎ
な
い
が
、

現
代
の
世
界
地
図
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
と
は
別
の
視
点
で
、
中
世
の
日
本
人
に

と
っ
て
の
世
界
を
考
え
る
な
ら
ば
、
唐
・
天
竺
は
、
神
々
と
そ
の
春
属
や
神
に

感
ず
る
も
の
が
、
自
由
に
飛
行
す
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
で
あ
り
、
そ
の
空
間

は
、
人
間
の
生
活
の
時
間
と
は
異
な
る
、
時
間
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

中
世
の
人
々
が
考
え
て
い
た
世
界
は
、
古
典
か
ら
得
ら
れ
た
知
識
を
積
承
重

ね
て
作
ら
れ
た
中
国
像
、
仏
典
の
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
に
依
拠
し
た
天
竺
に
つ
い

て
の
知
識
が
、
重
層
的
に
重
な
り
合
い
、
錯
雑
す
る
中
で
見
え
隠
れ
し
て
い
た

が
、
南
北
朝
時
代
を
経
て
統
合
の
方
向
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
雑
多
な
世
界

像
の
統
合
は
、
現
世
の
秩
序
と
倫
理
を
一
元
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
儒
教
に
よ

っ
て
進
め
ら
れ
、
世
界
に
つ
い
て
の
雑
多
な
考
え
方
の
統
合
を
進
め
る
こ
と
の

で
き
な
か
っ
た
仏
教
が
、
後
退
す
る
中
で
中
世
が
終
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
庶
民
の
間
に
は
、
中
世
的
な
寺
社
縁
起
の
世
界
が
、
そ
の
後
も
生

き
続
け
、
統
一
的
な
世
界
像
の
成
立
を
妨
げ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

（
東
京
女
子
大
学
教
授
）
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